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家禽のサルモネラ症
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• 通性嫌気性グラム陰性桿菌 
• 菌体O抗原と2種類の鞭毛H抗原の組み合わせに
より、2,600種類以上の血清型に分類
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サルモネラの宿主特異性
と病態の違い

Feasey et al. 2012. Lancet 379:1489-2499.
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Generalist 
• 一般的な血清型はヒトを含むあらゆる動物
に経口感染、感染動物は下痢を伴う腸炎を
発症（ヒトでは食中毒）、非致死性 

• ゲノムの多様性が高く、幅広い宿主範囲に
適応して感染・発症

Host-specific/host-adapted 
• 一部の血清型は、腸から全身伝播し、感染
動物は敗血症や流産などを発症、致死性 

• 多数の偽遺伝子化と外部からの病原遺伝子
獲得により、特定の宿主にのみ感染・発症

サルモネラの主な血清型
血清型 O抗原

H抗原
主な宿主動物 家伝法での 

分類
感染症法での 

分類
Names of Diseases

1相 2相

Typhimurium 1, 4, 5, 12 i 1, 2 温血動物 届出 サルモネラ症（ウシ・ブタ・ニワトリ）
Enteritidis 1, 9, 12 [f], g, m, [p] [1,7] 温血動物 届出 サルモネラ症（ウシ・ニワトリ）
Infantis 6, 7, 14 r 1, 5 温血動物
Montevideo 6, 7, 14 g, m, [p], s [1, 2, 7] 温血動物
Hadar 6, 8 z10 e, n, x 温血動物
Heidelberg 1,4,[5],12 r 1, 2 温血動物
Agona 1,4,[5],12 f, g, s [1,2] 温血動物
Cerro 6, 14, 18 z4, z23 [1, 5] 温血動物

Typhi 9, 12, [vi] d - ヒト 三類 腸チフス
Paratyphi A 1, 2, 12 a [1, 5] ヒト 三類 パラチフス
Dublin 1, 9, 12, [vi] g, p - 主にウシ 届出 サルモネラ症（ウシ）
Abortusequi 4, 12 - e, n, x ウマ科 届出 馬パラチフス
Abortusovis 4, 12 c 1, 6 ヒツジ サルモネラ症（ヒツジ）
Choleraesuis 6, 7 c 1, 5 ブタ 届出 サルモネラ症（ブタ）
Typhisuis 6, 7 c 1, 5 ブタ サルモネラ症（ブタ）
Gallinarum/Pullorum 1, 9, 12 - - 鳥類 法定 ひな白痢・家禽チフス

Generalist

Host-specific/
host-adapted
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ヒトを含む

家禽のサルモネラ症

• 家きんサルモネラ症（法定）* 
• 家禽チフス　S. Gallinarum biovar Gallinarum 
• ひな白痢　　S. Gallinarum biovar Pullorum 

• サルモネラ症（届出）* 
• S. EnteritidisとS. Typhimurium 
• その他のサルモネラ症 
• S. Infantisなど上記以外の血清型 

*対象：鶏、あひる、うずら、七面鳥

鶏パラチフス
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Generalist

Host-specific/
host-adapted

本日の講演内容

1. 食品由来感染症と鶏のサルモネラ症 

1) 採卵鶏と鶏卵汚染 

2) 肉用鶏と鶏肉汚染 

2. まとめ
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わが国における主な食品由来感染症の事件数の推移

事
件
数

サルモネラ：825

164
217

15

カンピロバクター：645

ノロウイルス：499

Salmonella spp 
Staphylococcus aureus 
Clostridium botulinum 
Vibrio chorelae 
Enterohemorrhagic E. coli (with VT) 
Other E. coli 
Campylobacter jejuni/coli 
Norovirus
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サルモネラ食中毒事件における原因食品の内訳 
（原因不明あるいは複合食品を除く）
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ヒトから分離される主なサルモネラ血清型の割合の推移

S. Enteritidis 
（SE）

日本では1989年以降急速に
SE分離の割合が増加

9

SEの鶏卵汚染機序
On-egg汚染

In-egg汚染

10 Gantois et al. 2009. FEMS Microbiol Rev. 33:718-738 (modified)
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Figure 1: Farm-to-Table Continuum for Poultry Products 

 
 

CDC coordinates with FSIS and others on investigations of multistate 
foodborne outbreaks. To identify an outbreak, CDC monitors data 
voluntarily reported from state health departments on cases of laboratory 
confirmed illness and conducts analyses to identify elevated rates of 
disease that may indicate an outbreak, according to CDC officials. CDC 
also analyzes and summarizes foodborne illness information on a 
national basis. According to CDC’s website, determining the food source 
of human illness is an important part of improving food safety (see fig. 2). 
Moreover, analyses to estimate the number or proportion of specific 
foodborne illness associated with each food and nonfood source 
responsible for causing illness (known as foodborne illness source 
attribution) relies heavily on outbreak data, according to CDC officials. 

GAO and CDC (GAO-14-744)（modified）

孵卵場

鶏卵のフードチェーン（“農場から食卓まで”）

GPセンター

小売店 家庭

レストラン

レストラン
調理

採卵養鶏場

種鶏農場ひなの輸入
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GAO and CDC (GAO-14-744)（modified）

孵卵場

鶏卵のフードチェーンと主なSE食中毒軽減対策

GPセンター

小売店 家庭

レストラン

レストラン
調理

採卵養鶏場

種鶏農場ひなの輸入

1991：日本向けに輸出される初生ひなの家畜衛生条件 
1992：ふ卵場等養鶏施設における衛生対策指針 
1993：採卵養鶏場におけるサルモネラ衛生対策指針 
1998：SE不活化ワクチン承認 
1998：飼料製造に係るサルモネラ対策のガイドライン 
2005：鶏卵のサルモネラ総合対策指針 
2006：輸入初生ひな等の検疫強化疾病検査要領 
2012：鶏卵の生産衛生管理ハンドブック

農林水産省
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Poultry products including meat and eggs are among the
most important sources of dietary protein for human
consumption. In 2018, chicken became the predominant

meat in the world as its projected global production surpassed
that of pork1. In 2018, there were over 29 billion poultry in the
world2—roughly three birds for each person on the planet, and
about five times >50 years ago3.

Industrialized poultry production features a breeding pyramid
with genetic stock situated at the top and supplying the entire
industry (Fig. 1). Breeding stocks, mostly day-old grandparent and
parent stock chicks, are provided to production farms to produce
meat and eggs. Through the poultry production hierarchy, the sizes
of poultry flocks are massively amplified4 (Fig. 1).

Genetic improvement of commercial poultry stocks began in the
1940s. In 1948 and 1951, the national “Chicken of Tomorrow”
contests were held in the United States to challenge breeders to find
or develop a superior meat-type bird5. Several breeders emerged
from the contests and became established market brands6. The
emergence of breeding selection and specialized breeders heralded
structural transformation and consolidation of the poultry industry,
which evolved into one of the most integrated agribusinesses as the
major poultry markets in the US and Europe matured in the 1980s
and the early 1990s6,7.

Driven by the capital and technology intensive nature of
pedigree breeding, significant merging and acquisition of breeds
or brands took place since the early 1980s8. As a result, most
commercial broiler chickens worldwide originate from nucleus
breeding flocks6,9. A similar structure and concentration exists in
the supply of layer breeding stocks10.

While providing the world population with a significant source of
animal protein, the success of industrialized poultry farming has
been accompanied by the spread of Salmonella enterica, one of the
most common causes of foodborne illness. In the 1980s, simulta-
neous increase of Salmonella enterica serotype Enteritidis infections
linked to poultry occurred in North America, South America, and
Europe11. By the late 1980s and the 1990s, Salmonella Enteritidis
had spread to the poultry production systems in Asia12 and

Africa13. The pandemic subsequently declined in the late 1990s
in the US14 and the United Kingdom (UK)15, but Salmonella
Enteritidis remains a substantial problem for poultry production
and public health. Between 2015 and 2018, Salmonella Enteritidis-
contaminated eggs caused the largest known salmonellosis outbreak
in Europe, resulting 1,209 reported cases in 16 countries16.

Decades after the inception of the pandemic, how the pathogen
simultaneously increased in many parts of the world remained “a
central and unsolved mystery”17. We noticed a spatiotemporal
coincidence between the onset of the Salmonella Enteritidis
pandemic and the beginning of global breeding stock consolida-
tion, both of which first occurred in America and Europe in the
1980s and subsequently affected other continents. We therefore
hypothesize that centralized sourcing and international trade of
Salmonella Enteritidis-infected breeding stocks is a parsimonious
explanation for the synchronized and expansive spread of Sal-
monella Enteritidis.

Circumstantial or anecdotal evidence from different parts of
the world supports the hypothesis. Salmonella Enteritidis or other
S. enterica serotypes were detected from primary breeding flocks
in the UK in 198818 and in the US in 199919, two of the earliest
and major exporters of breeding stocks. Salmonella control in
imported grandparent stocks was speculated to spare Sweden
from the Salmonella Enteritidis pandemic20 and clear Salmonella
Enteritidis infections from Netherlands’ national flock21. In
Brazil, Salmonella Enteritidis was isolated from transport boxes of
imported day-old chicks between 1997 and 199822. Subtyping of a
national collection of isolates from 1986 to 2010 suggests a
common origin of circulating Salmonella Enteritidis strains in the
country23. In Japan, Salmonella Enteritidis with a potential to
cause transovarial infection to progeny birds was detected in
chicks imported from England in 1988 and 198924. Japan saw an
increase of Salmonella Enteritidis cases and a replacement of the
previous dominant Salmonella Enteritidis clone by a new strain
since 198912. In Egypt, Salmonella Enteritidis was isolated from
imported day-old chicks in the early 2000s25. The country
imported over 110 million live birds in 200625.
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trade

Production
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Parent
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3,064,000 broilers

24,809 females

725 females

23.4 females

Pure line

1st generation
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3-4 
years

Fig. 1 Breeding pyramid of industrialized poultry production. Poultry flock sizes derived from a single pedigree female chicken was according to the
estimate by Van Eenennaam et al.4.
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SE食中毒の世界的流行

SE食中毒の世界的流行の要因

SE

SE

SE

SE

感染した種鶏・原種鶏の輸出入

家禽生産の上流へのSE侵入

SEの垂直感染

SEの垂直感染

ワクチン接種の励行

鶏病研究会報

知）」， 2005年に「鶏卵のサルモネラ総合対策指針」を公
表し，種鶏場孵化場および採卵養鶏場（集卵システムを
含む）における飼養衛生管理の向上・推進を行っている。
さらに， 2012年には食品安全に主眼を置いた「鶏卵の生
産衛生管理ハンドブックー採卵鶏農場・生産者編ー」を公
表した。
採卵養鶏場のサルモネラ保有状況については， （社）日本

養鶏協会の協力の下で 2007年 9月～ 2008年 3月の間に全
国規模の調査が実施され， 20.7%  (70/338) の養鶏場から
サルモネラが分離され，上位 5血清型は順にS. Cerro 
(018群）， S. Braenderup (07群）， S. Infantis (07群）， S.
Corvallis (08 群）， S. Enteritidis (09 群）であった48)0

サルモネラ検出率は鶏舎構造で大きく異なり，ウインドウ
レス鶏舎 (49.5%）の方が開放鶏舎 (9.4%）よりも高かっ
た。要因分析の結果，インライン集卵，ウインドウレス鶏
舎を有する養鶏場では誘導換羽の実施もサルモネラ検出と
関連があることが判明したが， どちらの要因もサルモネラ
の養鶏場侵入ではなく，養鶏場内維持に関与していると考
えられた。実際に，採卵養鶏場の複数鶏舎から 6 カ月間継
続的に同一の血清型が分離されたとの報告26)，さらに導入
2週間後の鶏群から周辺鶏舎と同一の血清型と薬剤耐性パ
ターンの株が分離されたとの報告25) があり，一度汚染さ
れるとその清浄化は困難であると考えられる。
養鶏場へのサルモネラ侵入経路として，従来からひな，

飼料，げっ歯類，運搬車両，養鶏場関係者など多くのもの
が推定されており，上述の対策指針， さらに養鶏関係者に
よる独自の取組などによって， 2000 年以降のサルモネラ
食中毒が減少したと考えられているが，対策導入前の汚染
実態が不明であることが多く，各対策効果に関する文献情
報は限られている。例えば，盛田ら 37) は，農林水産消費

安全技術センターが実施しているサルモネラ検査の結果
(1998~2018年）を用いて， 1998年以降の飼料原料全体の
サルモネラ陽性率の低下は，上述の「飼料製造に係るサル
モネラ対策のガイドライン」に基づき各飼料工場の製造・
品質管理体制が整備されたこと， 2003年の「反すう動物
用飼料への動物由来たんばく質の混入防止に関するガイド
ライン（平成 15年 9月 16 日付 15消安第 1570 号農林水産
省消費・安全局長通知））」に基づき動物性飼料の使用が制
限されたためと推察した。佐々木ら 54) は， 2017年 10 月～
2019 年 11 月の間に延べ 56養鶏場の 112鶏群（各養鶏場 2
鶏群）を調査し， 9鶏群 (8.0%）からサルモネラを分離し
た。鶏サルモネラ症不活化ワクチン使用採卵養鶏場のサ
ルモネラ検出率がワクチン不使用採卵養鶏場よりも低
く，さらに，ワクチン使用養鶏場から検出されたサルモネ
ラの血清型は，ワクチンの有効成分に含まれる血消型 (S.
Enteritidis, S. Typhimurium および S. Infantis) でなかっ
たことから，鶏サルモネラ症不活化ワクチンがサルモネラ
汚染低減策における有用資材の 1つであると推察した。ま
た，ウインドウレス鶏舎飼育鶏群の保有率 (6.3%）は，
2007年 9 月～ 2008年 3月の間に実施された上述の全国調
査48) におけるウインドウレス鶏舎飼育鶏群 (49.5%) の
1/8 で，ウインドウレス鶏舎飼育鶏群の鶏サルモネラ症不
活化ワクチン接種率は高かった (98.4%）。調査養鶏場や
調査規模が異なるものの，この 10年間でウインドウレス
鶏舎飼育鶏群のサルモネラ保有状況が大きく改善された可
能性がある。現在，販売されている鶏サルモネラ症不活化
ワクチンは表 1のとおりである。
b. G P センターにおけるサルモネラ汚染状況とその対策
パック卵として販売されている殻付き鶏卵の多くは，

G P センターで洗浄殺菌，乾燥後に選別・包装されている。

表 1．国内の鶏サルモネラ症不活化ワクチン一覧
品名 製造販売業者 抗原 アジュバント 接種経路 適用鶏条件 備考

種別 血清型

1  アビプロ SE ワクチノーバ社 不活化全菌体 SE 油性 肩部皮下 5週齢以上の種鶏 SE4株
アジュバント および採卵鶏 含有

2  ビニューバックスベーリンガーインゲルハイム 不活化全菌体 SE 油性 脚部筋肉内 5週齢以上の種
SE アニマルヘルスジャパン社 アジュバント 鶏および採卵鶏

3  鶏サルモネラ 共立製薬社 不活化全菌体 SE, SI， 袖性 頸背部中央 5週齢以上の種
ST アジュバント 皮下 鶏および採卵鶏

4  オイルバックス K Mバイオロジクス社 SE, SI, 油性 背側部皮下， 7週齢以上の鶏S3 菌体破砕抽出物 ST アジュバント 脚部筋肉内

5  オイルバックス K Mバイオロジクス社 SE, SI, 湘性 背側部皮下， 7週齢以上の種
SETi 不活化全菌体 ST アジュパント 脚部筋肉内 鶏および採卵鶏

6  サレンバック M S D アニマルヘルス社 不活化全菌体 SE 水酸化アルミ 脚部筋肉内 12週齢以上の種 2回接種
(SALEN VAC) ニウムゲル 鶏および採卵鶏

効能効果は，いずれのワクチンも各ワクチン抗原に対応するサルモネラ（血清型）の鶏の腸管における定着軽減である。
家禽疾病学第 2版から抜粋
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鶏病研報58:135-145（2022）

鶏卵汚染に対するワクチンの効果

Okamura M et al. 2007. Vaccine.（一部改変）
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ワクチン接種によるサルモネラ陽性鶏群の減少

サルモネラ陽性鶏群数/調査鶏群数（%） 分離血清型

ワクチン接種 5/95（5.3）*
Altona, Corvallis, Albany（O8群） 

Haifa（O4群） 
13,23:y:-（O13群）

内訳 3価（SE+ST+SI） 5/82（6.1）*

2価（SE+ST） 0/2（0）

単味（SE） 0/11（0）

未接種 4/17（23.5） Thompson, Infantis（O7群） 
Cerro（O18群）

合計 9/112（8.04）
*Fisher’s exact probability testによりP<0.05 vs未接種群

48農場112鶏群で調査。7農場9鶏群がサルモネラ陽性。

佐々木ら, 2019. 鶏病研報 55(4):159-163.

ワクチンに含まれるSEはO9群、STはO4群、SIはO7群である。 
未接種鶏群からはO7群が検出されるが、接種群からはHaifa1株を除きワクチンに
含まれないO8群やO13群を有する血清型が検出される。
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Figure 1: Farm-to-Table Continuum for Poultry Products 

 
 

CDC coordinates with FSIS and others on investigations of multistate 
foodborne outbreaks. To identify an outbreak, CDC monitors data 
voluntarily reported from state health departments on cases of laboratory 
confirmed illness and conducts analyses to identify elevated rates of 
disease that may indicate an outbreak, according to CDC officials. CDC 
also analyzes and summarizes foodborne illness information on a 
national basis. According to CDC’s website, determining the food source 
of human illness is an important part of improving food safety (see fig. 2). 
Moreover, analyses to estimate the number or proportion of specific 
foodborne illness associated with each food and nonfood source 
responsible for causing illness (known as foodborne illness source 
attribution) relies heavily on outbreak data, according to CDC officials. 

GAO and CDC (GAO-14-744)（modified）

孵卵場

鶏卵のフードチェーンと主なSE食中毒軽減対策

GPセンター

小売店 家庭

レストラン

レストラン
調理

採卵養鶏場

種鶏農場ひなの輸入

1992：卵及びその加工品の衛生対策について 
1993：液卵製造施設等の衛生指導要領 
1998：卵選別包装施設の衛生管理要領 
1998：「食品衛生法施行規則」の改正 

鶏卵の表示基準 
液卵の規格基準の設定 
生食用殻付き卵の賞味期限表示 
家庭における卵の衛生的な取扱いについて 

2019：HACCP導入の手引書（鶏卵選別包装施設・ 
液卵製造施設）

厚生労働省
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養鶏場

GPセンター
出荷

集卵

特級・1級
主に2級/格外

格外/余剰 
（原料卵） 鶏卵加工場 

（割卵工場） 
液卵、凍結卵、乾燥卵など

卵製品製造工場 
マヨネーズ、パン、ケーキ、麺など

飲食店など

卵問屋など

小売店食品製造工場
孵卵場

種鶏場 消費者

鶏卵のフードチェーンと鶏卵の分類

パック詰・箱詰

箱詰

等級と状態

種類と用途

SS～LL SS以下/LL以上 
（規格外）

特級 正常卵 生食可 
パック詰・箱詰

加工用 
液卵など

1級 軽度汚卵 
退色卵など

生食可 
パック詰・箱詰

2級
軟卵 
重度汚卵 
軽度破卵

加熱加工用 
箱詰

級外

カビ卵 
液漏れ破卵 
悪臭卵 
腐敗卵 
血玉卵 
みだれ卵 
異物混入卵

食用不適 →廃棄
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GPセンターでの衛生管理 
厚生省通知（1998.11.25 第1674号）「卵選別包装施設の衛生管理要領」
(1) 洗卵する場合は、洗卵前に重度汚卵、５（４）に規定するＣ及びＤ級破卵を除

去すること。 
(2) 洗卵は、飲用適の水を用い、原則として流水式で行うこと。 
(3) 洗卵に用いるブラシは、清潔で衛生的なものであること。 
(4) 洗浄水の温度は、30℃以上、かつ、原料卵の温度より5℃以上（8℃以下で保

存された原料卵については、原料卵の温度より5℃以上）高くすること。 
(5) 洗浄水及びすすぎ水は、150 ppm以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれ

と同等以上の効果を有する殺菌剤を用いるとともに、すすぎ水の水温は洗浄水
温より5℃以上高くすること。 

(6) 洗浄水及びすすぎ水に水道水以外の水を用いる場合は、飲用適の水であること
を年１回以上確認すること。 

主にon-egg汚染防止策に主眼
19

パック詰鶏卵への賞味期限表示

－ 12 －

（パック詰鶏卵規格）

１．種類は、次の基準によりＬＬ、Ｌ、Ｍ、ＭＳ、Ｓ及びＳＳとする。

２．種類等の表示は次のとおりとする。

⑴ 名称、原産地等は、箱詰鶏卵規格の３に掲げる事項とする。

⑵ パック詰鶏卵の表示は、次の様式によるものとする。

種　類 基 準
ＬＬ
Ｌ
Ｍ
ＭＳ
Ｓ
ＳＳ

鶏卵１個の重量が70グラム以上、76グラム未満であるもの
鶏卵１個の重量が64グラム以上、70グラム未満であるもの
鶏卵１個の重量が58グラム以上、64グラム未満であるもの
鶏卵１個の重量が52グラム以上、58グラム未満であるもの
鶏卵１個の重量が46グラム以上、52グラム未満であるもの
鶏卵１個の重量が40グラム以上、46グラム未満であるもの

（備考） ア　卵重計量責任者欄には、第５の４に基づく格付け責任者の氏名を明記する。
イ 商標、宣伝等の表示は、規格表示の部分と明確に区分して行う。
ウ 鶏卵の個体の品質区分を表す等級の表示は行わない。
エ 活字の大きさは、規格表示が明確にわかる大きさとする。また、名称及び
原産地については、第５の２の⑹の規定により定められた大きさとする。

オ 輸入鶏卵にあっては、輸入業者の営業所所在地及び輸入業者の氏名を表示
する。

カ 採卵者又は選別包装者については、パック詰鶏卵出荷者も含まれる。

農林水産省規格
（卵重）
種類

～　g未満

卵重計量責任者
○○○○

名　　称
原 産 地
賞味期限

採卵者又は選別包装者住所
採卵者又は選別包装者氏名

保存方法

使用方法

鶏卵
○○
年月日
○○県○○市○○町○○番地
○○養鶏場又は○○ＧＰセンター
お買い上げ後は冷蔵庫（10℃以下）
で保存して下さい。
生で食べる場合は賞味期限内に使
用し、賞味期限経過後及び殻にヒビ
の入った卵を飲食に供する際は、な
るべく早めに、充分に加熱調理して
お召し上がり下さい。

パック詰鶏卵の表示様式例

産卵日を起点として21日以内を賞味期限とする 
「鶏卵の日付等表示マニュアル-改訂版-」2010年 
（初版は1999年、賞味期限表示を義務化）
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消費段階での衛生管理 
厚生省通知（1998.11.25 第1674号）「家庭における卵の衛生的な取扱いについて」

a. 購入時 
（１）糞便が付着せず、ひび割れのない新鮮な卵を購入する 
（２）生食する卵は、生食用の表示と賞味期限の表示を確認する 
b. 保存時 
（１）持ち帰ったら直ちに冷蔵（8℃以下）する 
（２）卵殻表面に水滴がつかないよう急激な温度変化を避ける 
（３）生食用の賞味期限を過ぎた場合は加熱調理用とする 
c. 準備・調理時 
（１）卵内容を室温下で放置しない 
（２）調理を途中で止めるときは冷蔵庫で保存する 
（３）卵内容を撹拌する際に使うボールなどの容器は１回ごとに洗浄する 
d. 食事時 
（１）生食時は賞味期限内に食べる 
（２）生食時はひび割れ卵の使用は避け、食べる直前に割卵して食べる

21

鶏卵のサルモネラ汚染の現状

 31

表３２ 液卵の SE 又はサルモネラ属菌（O9 群）の検出率 
種別 検体数 陽性数 陽性率(%) 備考 文献 

未殺菌液卵 59 9※1 15.3 市販液卵 参照42※2 

未殺菌液卵※3 

508 36 7.1 1998 年以前 参照43※4 
197 8 4.1 1999 年  
240 7 2.9 2000 年  
193 6 3.1 2001 年  
189 9 4.8 2002 年   

殺菌液卵 26 0 0 2002 年 参照44 
未殺菌液卵 384 21※1 5.5     
未殺菌液卵 110 54※1 49.1 2003 年 参照45※5 

※1：ＳＥ陽性 
※2：1995～1998 年 
※3：殺菌液卵 2 検体を含む 
※4：1992～2002 年の 16 都府県、6 市での流通液卵の収去検査結果の解析 
※5：1 県内の 4 液卵製造工場 

 
④ 流通（小売）段階での要因 
a． 市販パック卵の SE 汚染率 

市販パック卵の SE 汚染に関する国内データは、調査した範囲では認め

られなかった。 
なお、2005～2007 年のＥＵの市販鶏卵の汚染率は表３３に示すとおり、

0～3.13%の範囲にあることが分かる。 
 

表３３ ＥＵにおける市販鶏卵の汚染率 
（単位：個） 

検体数 陽性数 陽性率(%) 検体数 陽性数 陽性率(%) 検体数 陽性数 陽性率(%)
オーストリア 473 4 0.85 299 5 1.67 225 1 0.44
ドイツ 5,649 24 0.42 3,419 23 0.67 5,521 25 0.45
ギリシャ 197 0 0 － － － － － －
アイルランド － － － － － － 16 0 0
イタリア 1,242 1 0.08 320 10 3.13 160 1 0.63
ルクセンブルク － － － 148 2 1.35 258 0 0
スロベニア 102 1 0.98 100 2 2.00 － － －
スロバキア 51 0 0 － － － － － －
スペイン － － － － － － 1,653 13 0.79
ルーマニア － － － 204 0 0 － － －

国名
2006年 2007年2005年

 
※EFSA データから作成 

 
b． 市販パック卵の高頻度汚染の例 

2003 年 11 月に発生した散発性食中毒の一事例では、卵かけ納豆ご飯を

食した家族 3 人が罹患した。冷蔵庫で保存されていた残りのパック卵 6 個

を調べたところ、2 個からそれぞれ 8.8×104個/g、<300 個未満/100g（MPN）

の SE が検出されている(参照36)。このパック卵では 10 個中 3 個が SE に

汚染されていたことになり、鶏卵の汚染頻度としては類をみない極端な高

率であった。このような場合、採卵養鶏場での大規模な感染又は何らかの

大きなストレスが与えられた可能性が考えられる。 

食品安全委員会によるリスクプロファイルから抜粋

調査期間 検体数 陽性数（%） 血清型（株数） ファージタイプ 文献

1990～1992 26,400個 7個
（0.03）

Enteritidis（6） 
Cerro（1）

1(2),3,4,5,34 仲西（1993）

2010～2011 105,033個 
（20個x5,400プール検体）

3プール検体
（0.003） Enteritidis（3） 1(2), 47 Esaki et al.（2013）

国内における市販鶏卵のサルモネラ汚染率
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食鳥卵の成分規格 
（食品、添加物等の規格基準）

(1) 殺菌液卵（鶏の液卵を殺菌したものをいう。以下同じ。）はサルモネラ
属菌が検体 25 gにつき陰性でなければならない。 

(2) 未殺菌液卵（殺菌液卵以外の鶏の液卵をいう。以下同じ。）は、細菌数
が検体1 gにつき 1,000,000 以下でなければならない。
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汚染鶏卵の生食によるサルモネラ食中毒での死亡事例

2006.7.11 
朝日新聞

死者総数 サルモネラ 大腸菌 ブドウ球菌 コレラ菌 ウェルシュ菌 セレウス菌 カンピロバクター 自然毒

166 21 50 1 1 1 1 0 89

• サルモネラ食中毒による死亡者は21人 
• 件数と患者数がより多いカンピロバクター食中毒では死亡者ゼロ

1996～2023年の原因別食中毒死者数

原因施設
都道府県

発病年月日
原因施設

種別
原因食品名 原因食品種別 病因物質種別 患者総数 死者総数

摂食者総
数

1 北海道 2011/2/9 給食 ブロッコリーサラダ 複合調理食品 細菌-サルモネラ属菌 1522 0 2758

2 堺市 2011/12/13 その他 給食 その他-食事特定 ウェルシュ菌 1037 0 2569

3 岐阜県 2011/12/26 仕出屋 弁当 その他-食事特定 ノロウイルス 756 0 1992

原因施設
都道府県

発病年月日
原因施設

種別
原因食品名 原因食品種別 病因物質種別 患者総数 死者総数

摂食者総
数

死者数（年齢）

1 沖縄県 2011/1/1 家庭 昆布の煮物 食品特定 細菌-サルモネラ属菌 11 1 11 70歳以上：1名

2 愛媛県 2011/1/7 飲食店 フグ ふぐ 自然毒-動物性自然毒 3 1 4 60-69歳：1名

3 富山県 2011/4/19 飲食店 ユッケ 肉類
細菌-腸管出血性大腸
菌（ＶＴ産生）

181 5 不明
5-9歳：2名、10-14歳：1名、40-49歳：1
名、70歳以上：1名

4 山形県 2011/5/2 製造所 団子及び柏餅 菓子類
細菌-腸管出血性大腸
菌（ＶＴ産生）

287 1 491 70歳以上：1名

5
千葉市 2011/8/1 給食

サンドウィッチ及
びローストビーフ

肉類
細菌-腸管出血性大腸
菌（ＶＴ産生）

14 1 63 70歳以上：1名

6
宮崎県 2011/8/6 家庭

生卵入りオクラ
納豆

卵類 細菌-サルモネラ属菌 3 1 4 70歳以上：1名

7
沖縄県 2011/11/23 家庭 不明 不明 細菌-サルモネラ属菌 3 1 3 5-9歳：1名

患者数５００人以上の事例（平成２３年）

死者の出た食中毒事例（平成２３年）

9
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2011.8.11の事件の顛末
宮崎県延岡市で生卵入りオクラ納豆の摂食により、当時74歳の
女性が死亡。原因食品に含まれる生卵からサルモネラを検出。

生産者の不適
切な衛生管理

が問題！

農場・GPセンターで従事する人の教育・啓発が必要
25

米国では2025年6月までに広域でSE食中毒発生 
約2000万個の鶏卵がリコール

Case Counts 
Total Illnesses: 134 
Hospitalizations: 38 
Deaths: 1 
Last Illness Onset: June 6, 2025 
States with Cases: AZ, CA, CO, KS, KY, NE, NJ, NV, UT, WA  
Product Distribution*: AZ, CA, IL, IN, NE, NM, NV, WA, WY 
*Distribution has been confirmed for states listed, but product 
could have been distributed further, reaching additional states.
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https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-eggs-june-2025

年
間
分
離
株
数
の
割
合
（
％
）

ヒトから分離される主なサルモネラ血清型の割合の推移

S. Enteritidis 
（SE）

S. Infantis, 
Schwarzengrund, 
…
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国産鶏肉のサルモネラ汚染率　鶏病研報58:135-145（2022）改変

28

た一方で，サルモネラは検出された（岡村ら私信）。この
ことは，肉用種鶏場や孵化場からの垂直伝播など，サルモ
ネラの養鶏場への侵入経路は多岐に渡り，養鶏場における
汚染防止策はカンピロバクターとサルモネラで異なること
を示唆しているとも言える。また，サルモネラの鶏腸管内
定着を低減する方法については，その適用の可能性も含め
てカンピロバクターと共通しているが（後述），現状では
まだ応用されていない。
e. 食鳥処理場におけるサルモネラ汚染低減策
国内食鳥処理場で実施された調査 56) では，サルモネラ

保菌ブロイラー群が食鳥処理された場合には，その鶏群に
由来する鶏肉（と体を含む。）からサルモネラが分離され
ており，現在実施している衛生対策では，感染群に由来す
る鶏肉のサルモネラ汚染を防止することは困難であると考
えられる。
f. 鶏肉のサルモネラ汚染状況
この 10年間に公表された調査報告から，現在の国産鶏

肉のサルモネラ汚染率は 5 ~ 8割程度であると考えられる

第 58 巻 2022 年

（表 2)。また，血清型については， Ishihara ら23) の調査で
は， S. Schwarzengrund は全国的に分離された一方で， S.
Infantis とS. Typhimurium の大部分が東日本から分離さ
れた。また， Sasaki らが実施した 2021 年の調査でも， S.
Schwarzengrundが全国的に分離された一方で， S. Infantis 
の大部分が東日本から分離された（未公表データ）。
2) 鶏肉フードチェーンにおけるカンピロバクター汚染
状況とその対策

a. 肉用養鶏場のカンピロバクター保有状況とその対策
2007年 11 月～ 2008 年 2 月の間および 2009 年 9 月～

2010年 2 月の間に実施された 2 回の全国調査16,46) では，
ブロイラー群の夏季の保菌率は冬季の約 2倍であったこ
と，西日本の保菌率は東日本の約 2倍であったこと，さら
に，未消毒飲用水を使用していたブロイラー群の保菌率は
消毒飲用水を使用していたブロイラー群の約 3倍であっ
た。以上の結果から，国内ブロイラー群の保菌率は，調査
の時期，地域，飼育管理状況で大きく異なると考えられる。
一方，保菌群における群内保菌率（食鳥処理時）は 1 0 ~

表 2. 国産鶏肉のサルモネラ汚染率

調査期間 検体数 陽性数 汚染率（％） 上位 3血清型（陽性検体中の％） 文献
全体： 2006-2011 全体： 1252 全体： 584 全体： 46.6 67 

2006 224 78 34.8 
2007 227 96 42.3 Infantis (75.0) 
2008 201 87 43.3 Schwarzengrund (14.9) 
2009 260 135 51.9 Manhattan (8.0) 
2010 170 92 54.1 
2011 170 96 56.5 

全体： 2011-2015 全体： 181 (16 は外国産） 全体： 98 全体： 54.1 Schwarzengrund (42.9) 
2011 38 20 52.6 Infantis (41.8) 63 
2012 41 21 51.2 Manhattan (18.4) 
2013 32 21 65.6 
2014 35 19 54.3 
2015 35 17 48.6 

2012.7-10 全体： 100 全体： 54 全体： 54.0 Infantis (61.1) 
東日本： 32 東日本： 16 東日本： 50.0 Schwarzengrund (22.2) 12 
西日本： 49 西日本： 25 西日本： 51.0 manhattan (16.7) 
国産： 19 国産： 13 国産： 68.4 

Infantis (57.7) 
2015. 6 ~ 9  357 196 54.9 •,•- Schwarzengrund (32.1) 36 

Manhattan (12.8) 
Infan tis (64.4) 

2009~2017 568 329 57.9 schwarzengrund (21.9) 64 
Agona (8.8) 
Infan tis (53.8) 

2015. 3~2017. 2  240 143 59.6 Schwarzengrund (39.2) 24 
Typhimurium (7.0) 

Schwarzengrund (73.0) 
2018. 1  ~2021. 10 235 200 85.1 Infantis (15.0) 57 

Manhattan (8.5) 
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Taguchi et al. 2012

た一方で，サルモネラは検出された（岡村ら私信）。この
ことは，肉用種鶏場や孵化場からの垂直伝播など，サルモ
ネラの養鶏場への侵入経路は多岐に渡り，養鶏場における
汚染防止策はカンピロバクターとサルモネラで異なること
を示唆しているとも言える。また，サルモネラの鶏腸管内
定着を低減する方法については，その適用の可能性も含め
てカンピロバクターと共通しているが（後述），現状では
まだ応用されていない。
e. 食鳥処理場におけるサルモネラ汚染低減策
国内食鳥処理場で実施された調査 56) では，サルモネラ

保菌ブロイラー群が食鳥処理された場合には，その鶏群に
由来する鶏肉（と体を含む。）からサルモネラが分離され
ており，現在実施している衛生対策では，感染群に由来す
る鶏肉のサルモネラ汚染を防止することは困難であると考
えられる。
f. 鶏肉のサルモネラ汚染状況
この 10年間に公表された調査報告から，現在の国産鶏

肉のサルモネラ汚染率は 5 ~ 8割程度であると考えられる
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（表 2)。また，血清型については， Ishihara ら23) の調査で
は， S. Schwarzengrund は全国的に分離された一方で， S.
Infantis とS. Typhimurium の大部分が東日本から分離さ
れた。また， Sasaki らが実施した 2021 年の調査でも， S.
Schwarzengrundが全国的に分離された一方で， S. Infantis 
の大部分が東日本から分離された（未公表データ）。
2) 鶏肉フードチェーンにおけるカンピロバクター汚染
状況とその対策

a. 肉用養鶏場のカンピロバクター保有状況とその対策
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に，未消毒飲用水を使用していたブロイラー群の保菌率は
消毒飲用水を使用していたブロイラー群の約 3倍であっ
た。以上の結果から，国内ブロイラー群の保菌率は，調査
の時期，地域，飼育管理状況で大きく異なると考えられる。
一方，保菌群における群内保菌率（食鳥処理時）は 1 0 ~
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2006 224 78 34.8 
2007 227 96 42.3 Infantis (75.0) 
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2009 260 135 51.9 Manhattan (8.0) 
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2012 41 21 51.2 Manhattan (18.4) 
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東日本： 32 東日本： 16 東日本： 50.0 Schwarzengrund (22.2) 12 
西日本： 49 西日本： 25 西日本： 51.0 manhattan (16.7) 
国産： 19 国産： 13 国産： 68.4 
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2015. 6 ~ 9  357 196 54.9 •,•- Schwarzengrund (32.1) 36 

Manhattan (12.8) 
Infan tis (64.4) 

2009~2017 568 329 57.9 schwarzengrund (21.9) 64 
Agona (8.8) 
Infan tis (53.8) 

2015. 3~2017. 2  240 143 59.6 Schwarzengrund (39.2) 24 
Typhimurium (7.0) 

Schwarzengrund (73.0) 
2018. 1  ~2021. 10 235 200 85.1 Infantis (15.0) 57 

Manhattan (8.5) 
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た一方で，サルモネラは検出された（岡村ら私信）。この
ことは，肉用種鶏場や孵化場からの垂直伝播など，サルモ
ネラの養鶏場への侵入経路は多岐に渡り，養鶏場における
汚染防止策はカンピロバクターとサルモネラで異なること
を示唆しているとも言える。また，サルモネラの鶏腸管内
定着を低減する方法については，その適用の可能性も含め
てカンピロバクターと共通しているが（後述），現状では
まだ応用されていない。
e. 食鳥処理場におけるサルモネラ汚染低減策
国内食鳥処理場で実施された調査 56) では，サルモネラ

保菌ブロイラー群が食鳥処理された場合には，その鶏群に
由来する鶏肉（と体を含む。）からサルモネラが分離され
ており，現在実施している衛生対策では，感染群に由来す
る鶏肉のサルモネラ汚染を防止することは困難であると考
えられる。
f. 鶏肉のサルモネラ汚染状況
この 10年間に公表された調査報告から，現在の国産鶏

肉のサルモネラ汚染率は 5 ~ 8割程度であると考えられる
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（表 2)。また，血清型については， Ishihara ら23) の調査で
は， S. Schwarzengrund は全国的に分離された一方で， S.
Infantis とS. Typhimurium の大部分が東日本から分離さ
れた。また， Sasaki らが実施した 2021 年の調査でも， S.
Schwarzengrundが全国的に分離された一方で， S. Infantis 
の大部分が東日本から分離された（未公表データ）。
2) 鶏肉フードチェーンにおけるカンピロバクター汚染
状況とその対策
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と，西日本の保菌率は東日本の約 2倍であったこと，さら
に，未消毒飲用水を使用していたブロイラー群の保菌率は
消毒飲用水を使用していたブロイラー群の約 3倍であっ
た。以上の結果から，国内ブロイラー群の保菌率は，調査
の時期，地域，飼育管理状況で大きく異なると考えられる。
一方，保菌群における群内保菌率（食鳥処理時）は 1 0 ~

表 2. 国産鶏肉のサルモネラ汚染率

調査期間 検体数 陽性数 汚染率（％） 上位 3血清型（陽性検体中の％） 文献
全体： 2006-2011 全体： 1252 全体： 584 全体： 46.6 67 

2006 224 78 34.8 
2007 227 96 42.3 Infantis (75.0) 
2008 201 87 43.3 Schwarzengrund (14.9) 
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2010 170 92 54.1 
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た一方で，サルモネラは検出された（岡村ら私信）。この
ことは，肉用種鶏場や孵化場からの垂直伝播など，サルモ
ネラの養鶏場への侵入経路は多岐に渡り，養鶏場における
汚染防止策はカンピロバクターとサルモネラで異なること
を示唆しているとも言える。また，サルモネラの鶏腸管内
定着を低減する方法については，その適用の可能性も含め
てカンピロバクターと共通しているが（後述），現状では
まだ応用されていない。
e. 食鳥処理場におけるサルモネラ汚染低減策
国内食鳥処理場で実施された調査 56) では，サルモネラ

保菌ブロイラー群が食鳥処理された場合には，その鶏群に
由来する鶏肉（と体を含む。）からサルモネラが分離され
ており，現在実施している衛生対策では，感染群に由来す
る鶏肉のサルモネラ汚染を防止することは困難であると考
えられる。
f. 鶏肉のサルモネラ汚染状況
この 10年間に公表された調査報告から，現在の国産鶏
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（表 2)。また，血清型については， Ishihara ら23) の調査で
は， S. Schwarzengrund は全国的に分離された一方で， S.
Infantis とS. Typhimurium の大部分が東日本から分離さ
れた。また， Sasaki らが実施した 2021 年の調査でも， S.
Schwarzengrundが全国的に分離された一方で， S. Infantis 
の大部分が東日本から分離された（未公表データ）。
2) 鶏肉フードチェーンにおけるカンピロバクター汚染
状況とその対策

a. 肉用養鶏場のカンピロバクター保有状況とその対策
2007年 11 月～ 2008 年 2 月の間および 2009 年 9 月～

2010年 2 月の間に実施された 2 回の全国調査16,46) では，
ブロイラー群の夏季の保菌率は冬季の約 2倍であったこ
と，西日本の保菌率は東日本の約 2倍であったこと，さら
に，未消毒飲用水を使用していたブロイラー群の保菌率は
消毒飲用水を使用していたブロイラー群の約 3倍であっ
た。以上の結果から，国内ブロイラー群の保菌率は，調査
の時期，地域，飼育管理状況で大きく異なると考えられる。
一方，保菌群における群内保菌率（食鳥処理時）は 1 0 ~

表 2. 国産鶏肉のサルモネラ汚染率

調査期間 検体数 陽性数 汚染率（％） 上位 3血清型（陽性検体中の％） 文献
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2006 224 78 34.8 
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2008 201 87 43.3 Schwarzengrund (14.9) 
2009 260 135 51.9 Manhattan (8.0) 
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東日本： 32 東日本： 16 東日本： 50.0 Schwarzengrund (22.2) 12 
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下島ら. 2020

Sasaki et al. 2021

Mori et al. 2017

Ishihara et al. 2020

Furukawa et al. 2017

Ikeuchi et al. 2024

Shigemura et al. 2018

Schwarzengrund (60.6) 
Infantis (24.2) 

Agona (12.1) 
Manhattan (3.0)

2020. 10～2021. 2 95 30 31.6

検体名 汚染率（%）（陽性数/検体数） 分離血清型（分離株数）、地域の情報 調査年次 文献

ブロイラー鶏群 盲腸内容物 86.1 （248/288） Infantis(176)、Manhattan(34)、Schwarzengrund(28) 
後者2血清型はほぼ西日本のみで分離 2007～2010 Sasaki et al. 2012.

ブロイラー鶏群 盲腸内容物 78.6 （151/192） Manhattan(283)、Infantis(147)、
Schwarzengrund(116)　鹿児島県 2013～2016 Duc et al. 2020.

ブロイラー鶏群 盲腸内容物 25.9 （15/58） Schwarzengrund(15)　宮城県 2020～2021

工藤ら.2021.令
和2年度宮城県食
肉衛生検査所業績
発表会

鶏群のサルモネラ汚染率
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盲腸内容物とと体におけるサルモネラおよびカンピロバクターの検出菌数

盲腸内容物、と体表面および鶏肉製品に含まれるサルモネラの菌数はカンピロバクターの
それよりもかなり低い。 
鶏肉製品ではMPN法によると0.3～4.3/g（Ikeuchi et al. 2024. Food Hyg. Saf. Sci. 65:101-106）
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GAO and CDC (GAO-14-744)（modified）

孵卵場 養鶏場B養鶏場A

カンピロバクターのリスク評価で想定された対策とリスク低減効果

食鳥処理場

小売店 家庭

レストラン

レストラン
調理

養鶏場C

生産

処理・加工

消費

農場汚染率の低減 
3.2～6.1%減

食鳥の区分処理 
44.0%減

加熱不十分割合の低減 
0.1～0.2%減

塩素濃度管理の徹底 
21.4%減

調理時交差汚染割合の低減 
4.5～9.4%減

生食割合の低減 
35.4～69.6%減

食鳥の区分処理 
44.0%減

塩素濃度管理の徹底 
21.4%減

生食割合の低減 
35.4～69.6%減

参考

加熱調理の徹底 
二次汚染の防止

バイオセキュリティの維持

HACCPに基づく衛生管理 
交差汚染低減など

生産段階での対策 
バイオセキュリティの維持・徹底

1. 家畜防疫に関する最新情報の把握など 
2. 衛生管理区域の設定 
3. 衛生管理区域への病原体の持込みの防止 
4. 野生動物等からの病原体の侵入防止 
5. 衛生管理区域の衛生状態の確保 
6. 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処 
7. 埋却等の準備 
8. 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管 
9. 大規模所有者に関する追加措置

飼養衛生管理基準（農水省 2020.6.30改正）
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食鳥処理段階での対策 
HACCPに基づく衛生管理

湯漬け
と殺

懸鳥

脱羽

中抜き
とたい洗浄

冷却

懸鳥

包装

包装カット

脱羽フィンガーによると体腹部圧迫→
総排泄腔からの糞便漏出→体表汚染

自動中抜き機による腸管切断→と体
表面への腸内容物漏出→体表汚染

汚染と体と非汚染と体が
一緒に冷却→交差汚染
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消費段階での対策 
加熱調理の徹底と二次汚染の防止

34

１．その他の病因物質事例
病因物質「その他」の事例には、複数の病因物質を原因とする事例を含む。

患者数 死者数 摂食者数

6 0 8

6 0 不明

554 0 不明

4 0 4

22 0 35

飲食店

12月17日 高松市
不明（12月17日に提供され

た食事）
その他

カンピロバクター・ジェジュ
ニ及びノロウイルスGⅡ/

４
飲食店

カンピロバクター・ジェジュ
ニ及びサルモネラ属菌
（血清型Corvallis）

（参考）

12月11日

黄色ブドウ球菌及びセレ
ウス菌

飲食店

9月16日 八戸市
令和５年９月15日及び16日
に当該施設で製造された弁

当
その他

黄色ブドウ球菌（エンテロ
トキシンA型）及びセレウ
ス菌（エンテロトキシン産

生）

製造所

大阪市

不明（令和５年12月９日に提
供された鶏肉お造り盛り合
わせ、地鶏ももたたき等を含

む一品料理）

その他
カンピロバクター・ジェジュ
ニ及びサルモネラ・シュワ

ルツェングランド
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飲食店

発病年月日 原因施設所在地 原因食品名 病因物質種別 血清型別等 原因施設

7月10日 福岡県
不明（７月８日に当該施設で
調理、提供された食品）

その他

8月11日 北海道
当該施設が令和５年８月11

日に提供した食品
その他

本日の講演内容

1. 食品由来感染症と鶏のサルモネラ症 

1) 採卵鶏と鶏卵汚染 

2) 肉用鶏と鶏肉汚染 

2. まとめ
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まとめ

1.サルモネラ食中毒は事件数・患者数ともに激減するも、死亡例はまだ発生 

2. 主な原因食品は鶏卵から鶏肉へ 

3. 鶏肉のサルモネラ汚染は鶏群汚染に始まる 

4. フードチェーン全体での対策が理想だが、難しい 

1. 農場：バイオセキュリティの徹底 

2. 処理場：HACCPに基づく衛生管理 

3. 消費者：二次汚染の低減、加熱調理の徹底
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